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一
、
は
じ
め
に
Ｉ
屋
久
島
、
仏
印
と
『
浮
雲
』

　
林
芙
美
子
（
一
九
〇
三
・
明
治
三
六
年
ｌ
一
一
九
五
一
・
昭
和
二
六
年
）
の
最
晩
年
の
小
説
で
あ
り
、
ま
た
代
表
作
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る

『
浮
雲
』
の
中
で
は
、
二
つ
の
場
所
が
物
語
の
単
な
る
舞
台
と
い
う
以
上
に
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
登
場
す
る
。
日
本
の
屋
久
島

と
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
一
時
日
本
車
が
進
駐
し
た
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
で
あ
る
。

　
屋
久
島
は
九
州
の
最
南
端
の
佐
田
岬
か
ら
さ
ら
に
南
へ
約
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
、
周
囲
わ
ず
か
百
三
十
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
ほ
ど
の
島
で
あ
る
。
太
平
洋
と
東
シ
ナ
海
に
挟
ま
れ
た
こ
の
小
さ
な
円
い
島
に
、
海
抜
二
千
メ
ー
ト
ル
近
い
九
州
最
高
峰
の

宮
之
浦
岳
を
は
じ
め
、
千
五
百
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
山
々
が
海
上
高
く
そ
び
え
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
山
の
中
央
は
鬱
蒼
と
し
た
原

生
林
に
お
お
わ
れ
、
森
の
奥
深
く
、
世
界
最
古
と
さ
れ
る
樹
齢
数
千
年
の
屋
久
杉
の
巨
木
群
が
、
神
秘
的
な
生
命
力
に
満
ち
た
姿
を

見
せ
る
。
一
番
古
い
、
樹
齢
四
千
年
と
い
う
巨
大
な
杉
の
木
に
は
、
縄
文
杉
と
い
う
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
屋
久
島
の
山

　
　
　
　
。
熱
帯
〃
の
幻
影
ｌ
林
芙
美
子
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浮
雲
』
に
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い
て
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が
、
一
九
九
三
年
に
秋
田
の
白
神
山
地
と
と
も
に
日
本
で
は
じ
め
て
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
夏
の

世
界
自
然
遺
産
会
議
が
屋
久
島
で
開
催
さ
れ
た
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
。

　
ま
た
屋
久
島
は
、
「
ひ
と
月
に
三
十
五
日
雨
が
降
る
」
（
『
八
１
１
』
）
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
多
量
の
雨
で
も
知
ら
れ
る
。
山
々
は
、
南

国
特
有
の
ガ
ジ
ュ
マ
ル
が
自
生
す
る
海
岸
か
ら
、
亜
寒
帯
の
湿
原
が
広
が
る
標
高
二
千
メ
ー
ト
ル
近
く
ま
で
、
一
気
に
立
ち
上
が
っ

て
い
く
。
そ
そ
り
た
つ
山
肌
に
、
黒
潮
か
ら
の
温
か
い
水
蒸
気
を
た
っ
ぷ
り
含
ん
だ
空
気
が
ぶ
つ
か
り
、
急
上
昇
し
て
雲
と
な
り
、

雨
を
降
ら
せ
る
。
そ
し
て
、
急
な
地
形
を
い
く
つ
も
の
滝
を
つ
く
り
な
が
ら
海
へ
と
駆
け
下
り
る
川
の
流
れ
の
豊
か
さ
。
そ
の
豊
か

な
水
と
雨
が
太
古
の
森
を
育
ん
で
き
た
。

　
い
わ
ば
、
原
始
の
自
然
の
面
影
が
残
る
辺
境
の
島
。
亜
熱
帯
か
ら
亜
寒
帯
に
及
ぶ
日
本
列
島
全
体
の
自
然
を
凝
縮
し
た
よ
う
な
植

生
。
自
然
の
サ
イ
ク
ル
を
象
徴
す
る
、
豊
か
な
雨
と
山
と
樹
々
の
世
界
。
屋
久
島
と
は
、
縄
文
杉
と
い
う
名
前
が
表
す
よ
う
に
、
太

古
に
遡
る
日
本
人
の
自
然
と
の
関
わ
り
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
場
所
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
そ
し
て
、
島
を
際
立
た
せ
る
こ
の
自
然
が
林
芙
美
子
の
『
浮
雲
』
の
中
で
は
重
要
な
意
味
を
担
う
。

　
林
芙
美
子
は
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
六
年
）
に
、
山
口
県
の
下
関
で
生
ま
れ
た
。
母
親
は
当
時
と
し
て
は
型
破
り
の
奔
放
な
女
性

で
、
芙
美
子
は
そ
の
私
生
児
と
し
て
生
ま
れ
、
子
供
時
代
は
母
親
と
そ
の
再
婚
相
手
と
共
に
行
商
を
し
な
が
ら
、
西
日
本
の
各
地
を

転
々
と
し
て
過
ご
し
た
。
処
女
作
の
『
放
浪
記
』
は
、
上
京
後
、
様
々
な
苦
労
を
し
つ
つ
独
学
で
文
学
の
修
行
を
し
た
経
験
を
一
人

の
女
性
の
成
長
の
物
語
と
し
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
以
後
、
彼
女
は
中
編
、
短
編
の
小

説
、
エ
ッ
セ
イ
な
ど
、
沢
山
の
文
章
を
亡
く
な
る
ま
で
書
き
続
け
た
。

　
林
芙
美
子
の
年
譜
を
見
て
ひ
と
つ
気
づ
く
こ
と
は
、
作
家
と
し
て
成
功
し
、
自
分
の
家
を
持
っ
た
後
も
、
一
年
の
半
分
ほ
ど
、
時
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に
は
そ
れ
以
上
を
旅
行
を
し
て
過
ご
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
外
国
行
き
の
主
な
も
の
だ
け
を
取
り
上
げ
て
も
、
一
九
三

〇
年
（
昭
和
五
年
）
の
台
湾
旅
行
と
満
州
旅
行
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
九
三
一
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
主
に
パ
リ

に
長
期
滞
在
し
て
お
り
、
一
九
三
六
年
の
満
州
、
中
国
訪
問
、
一
九
三
七
年
に
は
毎
日
新
聞
の
特
派
員
と
し
て
南
京
に
約
一
ヵ
月
、

翌
一
九
三
八
年
に
も
報
道
記
者
と
し
て
上
海
、
漢
口
に
約
二
ヵ
月
、
一
九
四
〇
年
に
は
北
満
、
朝
鮮
を
訪
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一

九
四
二
年
に
は
報
道
班
員
と
し
て
十
月
か
ら
翌
五
月
ま
で
南
方
に
派
遣
さ
れ
て
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ジ
ャ
ワ
、
ボ

ル
ネ
オ
な
ど
に
滞
在
し
、
現
地
の
人
々
の
間
で
生
活
を
し
た
。
こ
の
他
に
、
国
内
を
毎
年
、
保
養
地
を
含
め
、
ず
い
ぶ
ん
回
っ
て
お

り
、
も
ち
ろ
ん
、
屋
久
島
に
も
『
浮
雲
』
を
執
筆
中
、
取
材
の
た
め
に
訪
れ
て
い
る
。

　
あ
る
い
は
彼
女
に
と
っ
て
、
放
浪
す
る
こ
と
が
、
子
供
の
こ
ろ
以
来
馴
染
ん
で
き
た
生
き
方
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
興
味
深

い
の
は
、
ペ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
『
放
浪
記
』
の
印
税
で
彼
女
は
一
年
ほ
ど
念
願
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
を
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の

後
の
彼
女
は
、
中
国
や
朝
鮮
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
な
ど
、
東
ア
ジ
ア
の
各
地
を
積
極
的
に
訪
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
林
芙
美
子
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
国
後
、
日
本
の
文
学
的
伝
統
に
言
及
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
個
人
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

な
郷
愁
の
想
い
に
日
本
人
と
し
て
の
意
識
が
重
な
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
林
芙

美
子
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
後
、
日
本
に
回
帰
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
西
洋
に
憧
れ
て
欧
米
を
体
験
後
、
日
本
回
帰
を
果

た
し
た
日
本
人
が
多
い
中
で
、
林
芙
美
子
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
彼
女
は
日
本
だ
け
を
見
て
祖
国
に
退
避
し
た
の
で
は
な
く
、

東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
と
い
う
視
野
を
持
ち
、
そ
の
中
で
日
本
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ

　
そ
う
し
た
旅
行
の
中
で
も
特
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
の
が
、
戦
時
中
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
各
地
に
ハ
か
月
滞
在
し
た
こ
と
で
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あ
り
、
そ
の
経
験
を
も
と
に
生
ま
れ
た
の
が
『
浮
雲
』
と
い
う
林
芙
美
子
の
最
後
の
作
品
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
で
は
、
そ
の
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
、
そ
し
て
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
『
浮
雲
』
の
重
要
な
舞
台
と
な
る
屋
久
島
と
い
う
二
つ
の
場

所
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
、
物
語
の
展
開
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
の
か
。
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
具
体
的
に
み
て
い
こ
う
と

思
う
の
だ
が
、
そ
の
前
に
、
『
浮
雲
』
に
お
け
る
物
語
の
流
れ
を
簡
単
に
示
し
て
お
く
。

　
主
人
公
の
幸
田
ゆ
き
子
は
終
戦
後
、
仏
印
つ
ま
り
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
、
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
日
本
に
引
き
揚
げ
て
く
る
。
戦
時

中
、
彼
女
は
仏
印
の
ダ
ラ
ッ
ト
の
山
林
事
務
所
で
タ
イ
ピ
ス
ト
を
し
て
い
た
。
そ
こ
で
林
業
調
査
に
携
っ
て
い
た
農
林
技
師
の
富
岡

兼
吾
は
日
本
に
妻
が
い
た
が
、
ゆ
き
子
と
深
い
仲
に
な
る
。
敗
戦
後
、
別
々
に
引
き
揚
げ
て
来
た
二
人
は
、
東
京
で
よ
り
を
戻
す
も

の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
異
性
と
も
関
係
し
、
互
い
に
別
れ
よ
う
と
し
な
が
ら
結
局
は
別
れ
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
東
京
か
ら
、
伊
香

保
温
泉
、
伊
豆
、
屋
久
島
と
共
に
移
り
な
が
ら
、
そ
の
屋
久
島
で
ゆ
き
子
が
血
を
吐
い
て
亡
く
な
る
、
と
い
う
結
末
で
終
わ
る
。

　
こ
れ
ま
で
一
般
に
『
浮
雲
』
は
、
敗
戦
日
本
の
混
乱
し
た
世
相
を
見
事
に
描
き
、
男
と
女
の
や
り
き
れ
な
い
結
び
つ
き
と
、
虚
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

感
、
絶
望
感
を
浮
き
彫
り
に
し
た
小
説
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
「
敗
戦
直
後
の
窮
乏
と
荒
廃
し
た
風
景
の
中
で
、
救
い
の
な
い
暗
さ
の

う
ち
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
品
」
で
あ
り
、
「
荒
廃
と
虚
無
の
中
を
流
転
す
る
女
の
放
浪
」
と
「
破
滅
の
物
語
」

で
あ
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

　
た
だ
、
興
味
深
い
の
は
、
作
品
の
あ
と
が
き
で
林
芙
美
子
が
、
「
筋
の
な
い
世
界
。
説
明
の
で
き
な
い
、
小
説
の
外
側
の
小
説
」

を
意
図
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
林
芙
美
子
が
意
図
し
た
と
い
う
「
小
説
の
外
側
の
小
説
」
と
は
何
か
。
主

人
公
か
た
ど
る
運
命
や
人
間
関
係
は
、
む
し
ろ
彼
女
の
言
う
、
「
筋
」
を
説
明
で
き
る
〃
小
説
の
内
側
〃
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
の

か
。
彼
女
が
描
こ
う
と
し
た
「
筋
の
な
い
世
界
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
関
係
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
の
物
語
が
展
開
さ
れ
る
舞

－451（4）－



台
で
あ
る
仏
印
や
屋
久
島
と
い
う
場
所
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
み
ら
れ
る
自
然
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の

こ
と
を
、
『
浮
雲
』
の
中
で
屋
久
島
と
仏
印
が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
物
語
の
中

で
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
は
、
現
実
の
イ
ン
ド
シ
ナ
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
。
熱
帯
〃
と
い
う
一
種
の
幻
影
の
場
所
と
し
て
あ
ら
わ
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
物
語
の
面
白
さ
は
、
仏
印
と
い
う
幻
影
の
場
所
に
対
す
る
、
も
う
一
つ
別
の
重
要
な
場
所
と
し
て
、
屋
久
島
が

そ
こ
に
重
な
っ
て
登
場
す
る
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
屋
久
島
は
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
本
源
的
な
自
然

を
象
徴
し
、
そ
の
自
然
と
の
合
一
に
よ
っ
て
主
人
公
が
救
わ
れ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
場
と
し
て
現
れ
、
物
語
は
近
代
日
本
に
お
け
る

人
間
と
自
然
の
関
わ
り
を
考
え
さ
せ
な
が
ら
、
こ
の
カ
タ
ル
シ
ス
の
場
へ
と
向
か
う
一
種
の
道
行
と
し
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。

　
　
　
　
　
　
二
、
窓
越
し
の
雨

　
『
浮
雲
』
は
、
雨
の
中
、
引
揚
げ
船
を
下
り
た
ゆ
き
子
が
敦
賀
港
近
く
の
小
さ
な
宿
屋
で
風
呂
に
入
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

　
　
　
風
呂
の
な
か
の
、
薄
暗
い
煤
け
た
窓
に
あ
た
る
、
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
し
た
み
ぞ
れ
ま
じ
り
の
雨
も
、
ゆ
き
子
の
狐
獨
な
心
の
な

　
　
か
に
、
無
量
な
気
持
ち
を
誘
っ
た
。
風
も
吹
い
た
。
汚
れ
た
硝
子
窓
を
開
け
て
、
鉛
色
の
雨
空
を
見
上
げ
て
ゐ
る
と
、
久
し
ぶ

　
　
り
に
見
る
、
故
國
の
貧
し
い
空
な
の
だ
と
、
ゆ
き
子
は
呼
吸
を
殺
し
て
、
そ
の
窓
の
景
色
に
み
と
れ
て
ゐ
る
。
（
一
六
九
）
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ゆ
き
子
は
こ
こ
で
、
窓
か
ら
「
鉛
色
の
雨
空
を
見
上
げ
て
」
、
日
本
に
戻
っ
て
き
た
こ
と
を
実
感
す
る
。
翌
日
の
夜
、
東
京
に
着

い
た
時
も
雨
で
、
「
光
っ
て
降
る
糠
雨
」
（
一
七
二
）
の
向
こ
う
に
街
の
暗
い
灯
火
を
見
な
が
ら
、
ゆ
き
子
は
親
戚
の
留
守
宅
に
身
を

よ
せ
、
眠
れ
ぬ
ま
ま
に
、
義
兄
と
の
関
係
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
仏
印
に
赴
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
で
富
岡
と
出
会
っ
た
こ
と
を
回
想

す
る
。

　
　
　
雨
は
土
砂
降
り
に
な
っ
た
様
子
だ
。

　
　
　
樋
を
つ
た
ふ
雨
声
が
滝
の
や
う
に
激
し
く
な
り
、
ゆ
き
子
は
ふ
っ
と
ま
た
現
実
に
呼
び
戻
さ
れ
る
。
く
さ
く
さ
し
て
、
仲
々

　
　
寝
つ
か
れ
な
い
。
佛
印
で
の
華
や
か
な
思
ひ
出
が
、
走
馬
燈
の
や
う
に
頭
の
な
か
に
浮
き
つ
沈
み
つ
し
て
ゐ
る
。
夜
更
け
て
ず

　
　
ん
と
冷
え
て
来
た
せ
ゐ
か
、
一
枚
の
蒲
團
だ
け
で
は
寒
く
て
寝
つ
か
れ
な
か
っ
た
。
…
…
（
中
略
）
…
…
誰
も
力
に
な
つ
て
く

　
　
れ
る
も
の
の
な
い
抵
抗
し
や
う
の
な
い
淋
し
さ
で
、
暗
が
り
に
眼
を
開
い
た
ま
ま
、
ゆ
き
子
は
じ
っ
と
激
し
い
雨
の
音
に
耳
を

　
　
か
た
む
け
て
ゐ
た
。
（
二
〇
七
）

　
ゆ
き
子
は
、
窓
に
あ
た
る
雨
の
音
を
聞
き
な
が
ら
仏
印
を
想
い
だ
し
、
ま
た
ふ
と
現
実
に
戻
っ
て
く
る
。
『
浮
雲
』
と
い
う
小
説

は
、
雨
の
描
写
が
多
く
、
物
語
の
展
開
点
や
、
ゆ
き
子
と
富
岡
が
想
い
を
め
ぐ
ら
す
場
面
で
は
、
必
ず
雨
が
降
っ
て
い
る
。
屋
久
島

で
の
最
後
の
ゆ
き
子
の
死
の
場
面
を
特
徴
づ
け
る
の
も
、
洪
水
の
よ
う
な
激
し
い
雷
雨
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
『
浮
雲
』
自
体
が
雨
に

包
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
ほ
ど
で
、
冒
頭
の
二
つ
の
場
面
は
、
こ
の
作
品
全
体
に
お
け
る
雨
の
重
要
さ
を
予
感
さ
せ
る
。

　
で
は
、
こ
の
雨
は
何
を
表
す
の
だ
ろ
う
か
。
林
芙
美
子
は
『
浮
雲
』
の
他
、
『
雨
』
と
い
う
作
品
で
も
雨
の
情
景
を
効
果
的
に
使
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っ
て
い
る
が
、
従
来
の
研
究
で
は
、
『
浮
雲
』
の
中
の
雨
は
主
人
公
の
不
安
や
孤
独
感
、
侘
し
さ
な
ど
の
心
理
表
現
で
あ
る
と
解
さ

　
　
　
（
６
）

れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
『
浮
雲
』
に
お
け
る
雨
の
描
写
で
、
む
し
ろ
印
象
的
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
雨
の
場
面
に
共
通
す
る
二
つ
の
特
徴
で
あ

る
。

　
一
つ
は
、
雨
と
い
う
自
然
現
象
が
、
「
窓
に
た
た
き
つ
け
る
雨
」
、
「
ざ
あ
つ
と
板
戸
や
硝
子
に
吹
き
つ
け
る
雨
」
（
三
三
七
）
な
ど

の
形
で
、
必
ず
、
窓
越
し
に
音
の
み
で
捉
え
ら
れ
、
窓
と
い
う
枠
組
み
で
切
り
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
窓
が
介
在

し
、
ガ
ラ
ス
戸
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、
雨
も
外
界
も
ど
こ
か
直
接
触
れ
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
一
種
の
乖
離
感
を
漂
わ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
雨
と
は
大
地
を
潤
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
応
え
る
樹
々
や
緑
の
自
然
描
写
が
、
最
後
の
屋
久
島
の
場
面

以
外
は
、
現
実
の
描
写
と
し
て
は
物
語
の
中
に
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
テ
キ
ス
ト
の
中
で
は
、
「
電
車
で
見

る
窓
の
外
の
景
色
は
大
半
が
焼
け
野
原
」
（
ニ
○
八
）
で
、
「
ひ
ど
く
荒
涼
と
し
て
い
た
」
（
ニ
○
九
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
東
京
の
街
な
か
は
焼
け
野
原
だ
っ
た
と
し
て
も
、
舞
台
が
伊
香
保
温
泉
や
、
伊
豆
の
長
岡
に
移
っ
て
も
な
お
情
景
描
写
の
中
に

樹
々
や
緑
へ
の
言
及
が
な
い
の
は
、
作
者
が
意
図
的
に
自
然
描
写
を
抑
え
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
屋
久
島
に
至
る
ま
で
は
、
ゆ

き
子
の
眼
に
も
富
岡
の
眼
に
も
、
本
来
見
え
る
は
ず
の
外
界
の
情
景
は
入
っ
て
こ
な
い
。
二
人
の
意
識
に
は
何
か
が
欠
け
て
い
る
。

そ
し
て
『
浮
雲
』
に
お
け
る
、
窓
を
介
し
た
雨
音
の
描
写
は
、
そ
こ
に
存
在
す
べ
き
雨
に
濡
れ
る
緑
の
情
景
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
然
の
み
ず
み
ず
し
さ
や
命
の
根
源
に
関
わ
る
何
か
大
切
な
も
の
を
喪
失
し
た
状
態
を
あ
ら
わ
す
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
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三
、
。
熱
帯
〃
の
幻
影
－
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ

　
物
語
の
中
で
主
要
な
舞
台
の
一
つ
と
な
る
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
と
い
う
土
地
は
、
本
来
あ
る
べ
き
現
実
の
日
本
の
自
然
の
景
観
に

代
わ
っ
て
、
ま
る
で
そ
の
欠
如
を
埋
め
合
わ
せ
か
の
よ
う
に
、
ゆ
き
子
と
富
岡
の
脳
裏
に
過
去
の
回
想
シ
ー
ン
と
し
て
、
そ
の
鮮
や

か
な
熱
帯
の
景
色
を
展
開
し
て
い
く
。

　
ゆ
き
子
が
ダ
ラ
ッ
ト
の
街
に
初
め
て
来
た
時
の
こ
と
を
思
い
だ
す
の
は
、
先
に
引
用
し
た
物
語
冒
頭
の
雨
の
夜
、
眠
れ
ず
に
い
る

ゆ
き
子
の
頭
の
中
を
「
佛
印
の
華
や
か
な
思
い
出
が
走
馬
燈
の
や
う
に
浮
き
つ
沈
み
つ
」
し
た
と
い
う
箇
所
に
続
く
一
節
で
あ
る
。

　
　
ダ
ラ
ッ
ト
に
あ
と
十
六
キ
ロ
と
い
ふ
、
ブ
レ
ン
と
い
ふ
部
落
か
ら
曲
が
り
く
ね
つ
た
勾
配
に
な
り
、
ラ
ン
ビ
ァ
ン
高
原
へ
の
九

　
十
九
折
の
ド
ラ
イ
ヴ
ウ
ェ
イ
を
ト
ラ
ッ
ク
は
ぐ
う
ん
ぐ
う
ん
と
唸
り
な
が
ら
登
っ
た
。
夕
方
で
あ
つ
た
が
、
時
々
沿
道
の
森
蔭
に

　
白
い
孔
雀
が
す
っ
と
飛
び
立
っ
て
一
行
を
驚
か
せ
た
。

　
　
夕
も
や
の
た
な
び
い
た
高
原
に
、
ひ
が
ん
ざ
く
ら
の
並
木
が
所
々
ト
ラ
ッ
ク
と
す
れ
違
ひ
、
段
丘
に
な
っ
た
森
の
な
か
に
、
別

　
荘
風
な
豪
華
な
建
物
が
散
見
さ
れ
た
。
い
か
だ
か
ず
ら
の
牡
丹
色
の
花
ざ
か
り
の
別
荘
も
あ
れ
ば
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
ま
わ
り

　
に
、
ミ
モ
ザ
を
植
ゑ
て
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
金
色
の
花
を
つ
け
た
ミ
モ
ザ
の
木
は
あ
る
か
な
き
か
の
匂
ひ
を
、
そ
ば
を
通
る
ト

　
ラ
ッ
ク
に
た
だ
よ
は
せ
て
く
れ
た
。
ゆ
き
子
は
夢
心
地
で
あ
っ
た
。
森
の
都
サ
イ
ゴ
ン
の
比
で
は
な
い
も
の
を
、
こ
の
高
原
の
雄

　
大
さ
の
な
か
に
感
じ
た
。
（
一
八
三
）
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仏
印
と
い
う
異
国
の
景
色
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
白
い
孔
雀
、
豪
華
な
別
荘
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
ミ
モ
ザ
の
木
な

ど
が
放
つ
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
香
り
な
の
だ
が
、
こ
の
場
面
の
景
観
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
ま
ず
は
高
原
と
い
う
広
や
か
な
空
間
で
あ

る
。
そ
し
て
、
つ
づ
ら
折
り
の
登
り
道
、
た
な
び
く
夕
靄
、
段
丘
に
な
っ
て
い
る
森
、
ト
ラ
ッ
ク
の
唸
り
、
飛
び
立
つ
孔
雀
な
ど
が

そ
こ
に
動
き
と
躍
動
感
を
与
え
て
い
る
。
彼
岸
桜
の
並
木
が
続
き
、
い
か
だ
か
ず
ら
の
牡
丹
色
、
ミ
モ
ザ
の
木
の
金
色
と
い
っ
た
花
々

の
鮮
や
か
な
色
彩
が
視
界
に
あ
ふ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
大
自
然
の
豊
か
な
生
命
力
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

い
え
よ
う
。
い
わ
ば
、
仏
印
と
い
う
熱
帯
の
地
は
、
単
に
異
国
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
豊
穣
な
る
生
命
力
を
宿
し
た
土
地

と
し
て
描
か
れ
、
そ
の
よ
う
な
仏
印
に
ゆ
き
子
は
「
夢
心
地
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。

　
豊
穣
な
る
異
郷
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ゆ
き
子
が
亡
く
な
る
前
に
回
想
す
る
、
仏
印
の
情
景
に
も
濃
厚
に
表
れ
る
。
「
美
し
い
ビ
エ
ン

ホ
ア
の
町
」
の
小
さ
な
フ
ラ
ン
ス
人
の
ホ
テ
ル
で
富
岡
と
も
う
一
人
の
技
官
の
加
野
と
三
人
で
泊
ま
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

町
は
、
「
甘
庶
畑
や
、
果
樹
園
や
、
櫛
子
、
檳
榔
の
生
ひ
茂
る
、
い
く
つ
か
の
小
さ
な
部
落
を
抜
け
て
、
ド
ン
ナ
イ
河
に
架
つ
た
、

長
い
鉄
橋
を
二
つ
も
渡
っ
た
」
（
四
一
○
）
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
三
人
は
、
花
炎
木
の
花
盛
り
の
黄
昏
の
庭
で
、
食
事
を
し

た
。
何
處
か
の
植
込
み
で
、
奇
妙
な
野
鳥
が
啼
い
た
。
む
せ
る
や
う
な
花
の
匂
ひ
が
し
た
。
庭
の
芝
生
は
、
黄
昏
の
光
の
底
に
、
濡

れ
た
や
う
な
グ
リ
ー
ン
で
、
ゆ
き
子
の
白
い
靴
先
が
、
木
の
卓
子
の
下
で
、
富
岡
の
足
と
た
は
む
れ
て
い
る
。
」
（
四
一
〇
）
熱
帯
の

植
物
が
生
い
茂
る
中
を
く
ぐ
り
ぬ
け
、
さ
ら
に
長
い
橋
を
ふ
た
つ
も
渡
る
こ
と
が
〃
美
し
い
町
〃
と
現
実
世
界
と
の
距
離
感
を
強
調

し
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
、
黄
昏
の
光
、
花
炎
木
の
朱
色
、
芝
生
の
緑
、
ゆ
き
子
の
白
い
靴
、
花
の
香
り
、
鳥
の
鳴
き
声
と
、
ま
る

で
五
感
が
総
動
員
さ
れ
た
よ
う
な
、
官
能
的
描
写
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
景
色
と
、
そ
こ
で
の
出
来
事
が
、
雨
の
音
の
中
で
の
回
想
と
い
う
同
じ
構
図
を
何
度
も
繰
り
返
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し
な
が
ら
、
ゆ
き
子
と
富
岡
双
方
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
く
。
現
実
の
ゆ
き
子
た
ち
の
外
界
は
常
に
雨
が
ふ
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

物
語
の
基
調
で
あ
る
、
雨
に
包
ま
れ
た
白
黒
の
現
実
世
界
の
中
で
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
回
想
シ
ー
ン
だ
け
「
さ
な
が
ら
油
綸
の
や

う
に
美
し
い
」
（
三
〇
八
）
鮮
や
か
な
原
色
の
幻
影
の
ご
と
く
照
ら
し
だ
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
「
仏
印
」
の
記
憶
が
ゆ
き
子
に
も
富
岡
に
も
大
切
な
の
は
、
仏
印
と
い
う
異
郷
で
、
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
豊
穣
な

る
自
然
の
力
を
享
受
し
、
そ
の
中
で
生
き
て
い
た
と
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ゆ
き
子
は
、
彼
女
を
女
と
し
て
既
め
た
義
兄
や
周
囲
の
偏
見
か
ら
逃
れ
よ
う
と
仏
印
に
赴
き
、
そ
こ
で
閉
鎖
的
な
日
本
の
社
会
か

ら
解
放
さ
れ
て
、
野
性
味
の
あ
る
生
命
力
と
魅
力
を
発
揮
し
た
。
太
陽
が
オ
レ
ン
ジ
色
に
輝
き
、
湖
の
さ
ざ
波
が
金
色
に
き
ら
め
く

夕
暮
れ
、
「
金
色
の
太
陽
の
光
線
で
、
ゆ
き
子
の
顔
が
ぼ
う
っ
と
浮
い
て
み
え
る
。
唇
が
血
を
吸
つ
た
や
う
に
紅
く
光
つ
て
ゐ
る
。
」

「
ゆ
き
子
の
髪
が
艶
々
と
光
つ
て
ゐ
た
」
（
ニ
○
六
）
と
い
う
場
面
は
、
あ
た
か
も
熱
帯
の
太
陽
の
生
命
力
を
ゆ
き
子
が
宿
し
た
か
の

よ
う
に
輝
い
て
い
た
こ
と
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
仏
印
と
い
う
土
地
に
溶
け
込
ん
だ
ゆ
き
子
の
「
獣
の
や
う
に
」
二
九
三
）
「
ぎ

ら
ぎ
ら
光
る
眼
差
し
」
の
不
思
議
な
魔
力
（
一
九
〇
）
は
、
富
岡
を
も
加
納
を
も
引
き
つ
け
る
の
だ
っ
た
。

　
ま
た
、
農
林
技
官
で
あ
る
富
岡
は
、
終
戦
後
、
木
材
の
闇
商
売
を
試
み
た
り
す
る
が
、
仕
事
に
も
人
間
関
係
に
も
投
げ
や
り
な
気

持
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
日
々
の
中
で
、
「
野
性
の
呼
び
馨
の
や
う
な
も
の
が
、
始
終
胸
の
な
か
に
去
来
し
」
、
「
自
分
の
魂
の
故
郷
が

あ
の
大
森
林
な
の
だ
と
」
（
二
一
三
）
郷
愁
に
誘
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
も
う
一
度
、
し
み
じ
み
と
佛
印
の
山
林
に
出
掛
け
て
み
た
い

気
が
し
て
ゐ
た
。
山
林
以
外
に
は
、
ど
う
し
た
事
業
も
身
に
は
添
は
な
い
気
が
し
て
、
親
も
妻
も
家
も
、
み
ん
な
わ
づ
ら
は
し
い
気

が
し
た
。
あ
の
大
森
林
の
な
か
で
、
一
生
涯
を
苦
力
で
暮
し
て
ゐ
る
方
が
、
い
ま
の
生
活
よ
り
は
る
か
に
幸
福
に
思
へ
た
」
（
二
三

六
）
と
、
仏
印
へ
の
思
い
に
囚
わ
れ
る
。
富
岡
は
そ
の
名
前
か
ら
し
て
、
山
と
森
に
携
わ
る
人
で
あ
る
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
が
、
富
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岡
に
は
、
仏
印
の
森
林
こ
そ
が
生
命
力
の
源
で
あ
り
、
す
べ
て
を
解
決
し
て
く
れ
る
鍵
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
た
の
で
あ
る
。

　
『
浮
雲
』
と
い
う
物
語
の
中
で
、
主
人
公
の
ゆ
き
子
と
富
岡
を
つ
な
ぐ
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
仏
印
の
記
憶
で
あ
り
、
熱
帯
の
森

へ
の
共
通
の
思
い
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
ふ
た
り
の
間
を
隔
て
る
の
も
、
ま
た
仏
印
の
記
憶
な
の
で
あ
る
。

　
ゆ
き
子
は
「
二
人
の
間
に
、
佛
印
の
記
憶
が
、
二
人
の
心
を
呼
ぶ
き
づ
な
に
な
つ
て
ゐ
る
だ
け
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
（
二
七
〇
）

と
思
い
つ
つ
、
瞼
に
仏
印
の
景
観
を
浮
か
べ
て
郷
愁
に
か
ら
れ
、
涙
な
が
ら
に
「
ダ
ラ
ッ
ト
の
生
活
は
、
も
う
再
び
や
っ
て
は
こ
な

い
と
思
ふ
に
つ
け
、
富
岡
の
皮
膚
の
感
觸
が
た
ま
ら
な
く
戀
し
く
」
（
三
〇
七
）
な
る
。
そ
し
て
風
雨
の
激
し
い
夜
、
窓
の
外
の
津
波

の
よ
う
な
音
を
聞
き
な
が
ら
、
ニ
人
は
仏
印
の
思
い
出
を
語
り
あ
い
、
そ
の
思
い
出
話
に
よ
っ
て
、
も
う
一
度
、
過
去
の
愛
情
を
呼

び
戻
そ
う
と
努
力
し
あ
う
（
三
三
七
）
。

　
だ
が
そ
の
一
方
で
、
富
岡
は
、
「
君
の
事
を
考
え
る
と
、
ダ
ラ
ッ
ト
の
生
活
を
思
い
出
し
て
や
り
き
れ
な
く
な
る
」
と
言
い
、
「
窒

息
し
さ
う
な
ほ
ど
、
ゆ
き
子
と
の
邂
逅
は
息
苦
し
く
」
（
二
一
九
）
思
う
こ
と
が
あ
る
。
ゆ
き
子
も
、
仏
印
の
思
い
出
に
心
を
熱
く
し

な
が
ら
、
そ
の
す
ぐ
後
で
、
「
あ
の
人
も
崩
れ
、
自
分
も
亦
崩
れ
て
行
く
の
は
、
ど
う
し
て
な
の
だ
ら
う
。
二
人
と
も
、
求
め
ら
れ

な
い
昔
の
夢
を
見
す
ぎ
て
、
お
互
ひ
を
厭
に
な
り
あ
つ
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
」
（
三
五
一
）
と
思
う
。

　
つ
ま
り
、
ふ
た
り
は
、
互
い
に
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
自
然
の
記
憶
を
求
め
、
。
熱
帯
の
森
〃
の
イ
メ
ー
ジ
に
集
約
さ
れ
た
光
や
生

命
力
を
求
め
つ
つ
、
同
時
に
何
か
阻
ま
れ
る
も
の
を
も
感
じ
て
い
る
。
二
人
の
想
念
は
自
問
自
答
の
よ
う
で
も
あ
り
、
向
か
い
合
う

分
身
の
よ
う
に
、
映
し
あ
い
増
幅
し
あ
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ふ
た
り
が
拠
り
所
と
す
る
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
熱
帯
の
森
の
イ
メ

ー
ジ
に
は
、
ゆ
き
子
を
も
富
岡
を
も
崩
れ
さ
せ
、
や
り
き
れ
な
く
さ
せ
る
も
の
が
潜
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
そ
れ
は
何
故
な
の
か
。
た
だ
過
去
の
夢
だ
か
ら
、
敗
戦
で
失
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
仏
領
イ
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ン
ド
シ
ナ
の
イ
メ
ー
ジ
自
体
に
内
包
さ
れ
る
、
よ
り
本
質
的
な
何
か
で
は
な
い
の
か
。

　
　
　
　
　
　
四
、
介
在
の
構
図

　
先
に
引
用
し
た
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
自
然
描
写
に
つ
い
て
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
や
別
荘
、
フ
ラ
ン
ス

人
経
営
の
ホ
テ
ル
が
熱
帯
の
土
地
に
点
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
豊
か
な
自
然
の
イ
メ
ー
ジ

も
当
然
な
が
ら
、
欧
米
－
植
民
地
と
い
う
図
式
の
中
で
捉
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ダ
ラ
ッ
ト
に
着
い
た
夜
、
ゆ
き
子
が
山
林
事
務
所
の
庭
に
出
る
と
、

　
　
星
が
澄
ん
で
き
ら
め
き
渡
り
、
ゴ
ム
風
船
を
す
り
あ
ふ
や
う
な
、
透
明
な
夜
風
が
ゆ
き
子
の
絹
ポ
プ
リ
ン
の
重
た
い
ス
カ
ー
ト

　
を
吹
い
た
。
何
處
か
ら
と
も
な
く
、
香
ば
し
い
花
の
匂
ひ
が
来
る
。
小
徑
の
方
で
、
ボ
ン
ソ
ア
…
…
と
挨
拶
し
て
ゐ
る
女
の
声
が

　
し
て
ゐ
る
。
（
一
八
五
）

　
星
の
き
ら
め
き
、
透
明
な
夜
風
、
花
の
香
り
、
柔
ら
か
で
光
沢
の
あ
る
衣
服
、
ど
れ
も
西
洋
的
な
範
躊
に
お
け
る
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク

な
南
国
の
魅
力
の
代
表
的
な
要
素
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
姿
は
見
え
な
い
人
の
ボ
ン
ソ
ア
と
い
う
声
の
響
き
が
重
な
る
。
ゆ
き

子
は
後
に
な
っ
て
も
、
「
ボ
ン
ソ
ア
の
声
が
耳
底
か
ら
離
れ
」
ず
、
「
ラ
ン
ビ
ァ
ン
高
原
の
佛
蘭
西
人
の
住
宅
か
ら
も
れ
る
、
人
の
聲

や
音
楽
、
色
彩
や
匂
ひ
が
、
高
價
な
香
水
の
や
う
に
」
心
を
掠
め
て
仏
印
を
恋
し
く
思
う
（
三
〇
七
）
の
だ
っ
た
が
、
ゆ
き
子
が
魅
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了
さ
れ
た
の
は
、
耳
に
入
る
そ
の
言
葉
の
響
き
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
気
配
で
も
あ
っ

た
の
だ
と
い
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
気
配
が
、
ま
さ
に
香
水
の
匂
い
の
ご
と
く
、
眼
に
み
え
る
形
と
い
う
よ
り
雰
囲
気
と
し
て
仏
印
を

覆
っ
て
い
る
こ
と
を
ゆ
き
子
は
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
富
岡
の
視
点
で
回
想
さ
れ
る
仏
印
の
描
写
の
中
で
気
づ
く
の
は
、
樹
や
花
の
名
前
が
博
物
誌
の
よ
う
に
詳
し
く
記
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
き
子
に
触
発
さ
れ
て
仏
印
で
の
逢
瀬
の
場
面
が
瞼
に
浮
か
ん
で
も
、
す
ぐ
富
岡
の
脳
裏
に
広
が
っ
て
い
く

の
は
「
カ
ッ
チ
ャ
松
の
林
床
に
は
、
カ
ル
カ
ヤ
や
、
チ
ガ
ヤ
が
繁
り
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
ボ
タ
ン
や
ヤ
マ
モ
モ
や
、
ユ
ー
ゲ
ニ
ヤ

が
黙
じ
て
」
い
る
チ
ャ
ン
ボ
ウ
の
森
林
（
二
一
ニ
）
の
樹
々
の
方
だ
っ
た
。

　
そ
の
富
岡
の
記
憶
の
中
に
焼
き
つ
い
て
い
る
の
は
、
ユ
エ
の
フ
ラ
ン
ス
入
山
林
局
長
の
マ
ル
コ
ン
氏
が
、
日
本
人
に
事
務
所
を
明

け
渡
す
祈
に
、
富
岡
に
庭
に
あ
る
樹
木
の
名
前
を
み
ん
な
知
っ
て
い
る
か
と
問
う
た
時
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
富
岡
が
ビ
ン
ロ
ウ
樹

さ
え
言
い
当
て
ず
に
い
る
と
、
ナ
ン
シ
ー
の
山
林
学
校
出
身
の
マ
ル
コ
ン
氏
は
「
リ
ム
、
タ
ガ
ヤ
サ
ン
、
ボ
ウ
デ
、
キ
ェ
ン
キ
ェ
ン
、

サ
オ
、
ベ
ン
ベ
ン
、
バ
ン
ラ
ン
、
一
つ
一
つ
指
差
し
て
、
そ
の
樹
木
の
産
地
や
性
情
を
教
へ
て
く
れ
た
」
（
二
六
九
）
。
後
に
な
っ
て

今
度
は
富
岡
が
ゆ
き
子
に
車
窓
か
ら
林
を
指
差
し
な
が
ら
、
「
あ
す
こ
は
ベ
ン
ペ
ン
、
サ
オ
、
ヤ
ウ
、
コ
ン
ラ
イ
、
バ
ン
バ
ラ
」
と

得
意
気
に
教
え
る
言
一
〇
七
）
。

　
そ
し
て
物
語
の
中
ほ
ど
、
富
岡
は
雨
が
降
り
こ
め
る
ア
パ
ー
ト
に
閉
じ
龍
も
っ
て
、
農
業
関
係
の
雑
誌
に
載
せ
る
文
章
を
書
く
こ

と
に
力
を
そ
そ
ぐ
。
仏
印
で
の
農
林
技
師
と
し
て
の
見
聞
や
林
業
の
思
い
出
を
い
く
つ
か
綴
る
と
い
う
く
だ
り
な
の
だ
が
、
林
芙
美

子
は
こ
こ
で
「
そ
の
文
章
は
、
こ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
」
（
三
三
○
）
と
し
て
、
富
岡
が
書
く
「
南
の
果
物
の
思
ひ
出
」
の
一
部
を
か

な
り
長
々
と
挿
入
し
て
見
せ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
富
岡
が
、
安
南
の
人
々
の
森
の
自
然
へ
の
精
霊
崇
拝
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
た
こ
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と
を
思
い
だ
し
な
が
ら
も
、
書
く
文
章
は
尊
敬
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
植
物
学
者
の
著
作
に
倣
っ
た
か
の
よ
う
な
果
樹
の
生
態
の
説
明
と

分
類
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
富
岡
の
回
想
場
面
も
含
め
て
、
カ
タ
カ
ナ
の
植
物
名
の
列
挙
に
は
、
何
か
必
死

な
切
望
の
よ
う
な
も
の
さ
え
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
ゆ
き
子
と
富
岡
は
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
森
の
自
然
に
対
し
て
、
エ
キ
ゾ
チ
ス
ム
で
観
賞
し
た
り
調
査
研
究
の
対
象
に

す
る
と
い
う
、
ど
ち
ら
も
西
洋
的
な
自
然
観
で
捉
え
、
接
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
二
人
の
職
場
が
営

林
署
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
り
、
事
務
所
の
壁
に
森
林
に
つ
い
て
の
様
々
な
統
計
や
、
松
や
樫
の
様
々

な
種
類
の
標
本
図
が
貼
っ
て
あ
る
（
一
八
五
）
の
も
、
仏
印
と
い
う
場
に
お
い
て
、
統
計
と
標
本
と
い
う
西
洋
の
方
式
を
使
っ
て
日

本
人
が
森
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
象
徴
に
他
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
ゆ
き
子
が
、
「
生
涯
を
ラ
ン
ビ
ァ
ン
に
暮
す
つ
も
り
で
、
日
本
の
遠
さ
を
、
心
の
う
ち
で
は
よ
そ
の
民
族
を
見
る
や
う
な

思
ひ
」
で
、
日
本
人
を
「
何
と
も
不
思
議
な
人
種
」
と
考
え
る
と
き
（
三
〇
八
）
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
植
民
地
支
配
者
と
し
て
の

フ
ラ
ン
ス
人
の
視
点
に
立
ち
、
い
わ
ば
疑
似
フ
ラ
ン
ス
人
と
化
し
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
二
人
が
、
日

本
人
が
仏
印
に
い
る
こ
と
の
不
釣
り
合
い
を
も
同
時
に
実
感
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

　
例
え
ば
、
ゆ
き
子
は
、
お
茶
の
栽
培
が
長
い
年
月
を
要
す
る
こ
と
を
知
り
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
大
陸
魂
」
に
感
心
し
つ
つ
、
「
短
日

月
で
、
こ
の
廣
い
茶
園
ま
で
も
自
由
に
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
日
本
人
の
腰
掛
け
的
な
も
の
の
考
へ
方
」
（
二
五
〇
）
を
ひ
ど
く
恥
ず
か

し
い
と
思
う
。
富
岡
も
、
山
林
事
務
所
の
庭
に
植
え
た
日
本
の
杉
の
木
の
育
ち
の
悪
さ
を
見
て
、
「
植
物
は
、
そ
の
土
地
に
つ
い
た

も
の
で
な
け
れ
ば
、
う
ま
く
育
た
な
い
」
（
一
九
七
）
の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
民
族
も
ま
た
同
じ
で
、
「
日
本
人
の
す
べ
て
は
、
此
の

土
地
で
は
小
さ
い
異
物
に
過
ぎ
な
い
」
「
貧
弱
な
手
品
を
使
つ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
」
「
蟻
の
や
う
に
素
早
く
、
あ
く
せ
く
と
、
人
の
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土
地
を
動
き
ま
は
つ
て
ゐ
る
だ
け
だ
」
（
二
〇
三
）
と
思
っ
て
、
虚
し
さ
に
囚
わ
れ
る
。

　
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
記
憶
が
は
ら
む
、
ゆ
き
子
を
も
富
岡
を
も
崩
れ
さ
せ
る
よ
う
な
や
り
き
れ
な
さ
は
、
ま

さ
に
こ
こ
か
ら
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
語
の
中
の
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
が
郷
愁
と
同
時
に
虚
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
幻

影
と
し
て
現
れ
、
そ
の
幻
影
の
共
有
が
、
ゆ
き
子
と
富
岡
を
救
う
こ
と
も
結
び
つ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
は
、
自
然
に
対
し
て
直

接
向
か
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち
、
〃
西
洋
〃
と
い
う
日
本
人
に
と
っ
て
本
来
的
で
は
な
い
視
点
が
、
自
然
と
の
間
に
介
在

し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
〃
西
洋
〃
を
介
し
た
、
人
と
自
然
と
の
関
係
。
近
代
日
本
の
一
面
を
象
徴
す
る
と
も
い
え
る
、
〃
介
在
の
構
図
〃
と
で
も
い
う
べ
き

も
の
が
、
日
本
人
が
植
民
地
支
配
者
と
し
て
の
西
洋
の
立
場
に
立
と
う
と
し
た
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
と
い
う
場
所
だ
か
ら
こ
そ
、
は
っ

き
り
と
現
れ
る
。
こ
こ
に
、
仏
印
を
小
説
の
舞
台
と
し
て
選
ん
だ
林
芙
美
子
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
し
て
、
こ
の
介
在
の
構
図
は
『
浮
雲
』
と
い
う
物
語
全
体
を
支
配
し
、
物
語
の
中
の
人
間
関
係
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
。
物

語
の
中
で
二
人
は
と
も
に
複
数
の
相
手
と
一
見
、
成
り
行
き
ま
か
せ
に
関
係
し
、
ど
の
相
手
と
も
本
当
に
一
体
感
を
覚
え
る
こ
と
は

な
い
。
そ
の
た
め
、
荒
廃
し
た
世
相
や
虚
無
感
の
表
れ
と
評
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
二
人
が
異
性
に
求
め
る
も
の
は
一
貫
し
て
い
る
。

。
豊
穣
な
る
自
然
〃
の
気
配
な
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
富
岡
は
、
仏
印
で
ゆ
き
子
の
獣
の
よ
う
に
光
る
眼
差
し
に
魅
せ
ら
れ
て
、
そ
の
「
大
き
な
腰
を
抱
い
た
」
の
だ
が
、
子

供
ま
で
生
ま
せ
た
現
地
人
の
ニ
ウ
と
、
伊
香
保
で
結
ば
れ
た
お
せ
い
に
共
通
す
る
の
も
、
「
き
ら
き
ら
よ
く
光
る
、
獣
の
や
う
な
美

し
い
眼
」
（
二
九
二
）
だ
っ
た
。
富
岡
は
、
い
つ
も
野
性
的
で
「
ど
つ
し
り
と
し
た
胸
、
逞
ま
し
い
肉
づ
き
」
の
地
母
神
の
よ
う
な
女

に
ひ
か
れ
、
女
と
の
関
係
で
「
何
と
か
生
き
か
へ
り
た
い
」
と
願
う
（
二
八
四
）
。
一
方
の
ゆ
き
子
も
、
ア
メ
リ
カ
兵
ジ
ョ
ー
の
相
手
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と
な
っ
た
の
は
、
「
大
陸
的
な
豊
饒
な
男
の
性
質
に
打
た
れ
て
」
、
「
明
る
い
も
の
を
感
じ
た
」
（
二
四
一
）
か
ら
で
あ
り
、
義
兄
の
伊

庭
が
、
大
日
向
教
と
い
う
名
前
の
新
興
宗
教
の
事
務
局
長
と
な
っ
て
現
れ
る
と
再
び
そ
の
囲
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
も
、
そ
の

宗
教
が
怪
し
げ
な
が
ら
、
「
強
大
な
日
光
の
神
様
」
（
三
一
〇
）
を
拝
む
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
無
意
識
の
理
由
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
つ
ま
り
は
富
岡
と
ゆ
き
子
に
と
っ
て
、
お
互
い
を
含
め
、
い
か
な
る
相
手
も
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
自
然
の
代
替
物
に
過
ぎ
な
い
。

異
性
に
熱
帯
の
面
影
を
求
め
、
そ
の
面
影
を
通
し
て
さ
ら
に
間
接
的
に
。
豊
穣
な
る
自
然
ｙ
を
求
め
よ
う
と
す
る
二
人
は
、
二
重
の

介
在
に
よ
る
「
心
の
飢
ゑ
」
（
三
六
七
）
に
囚
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
五
、
屋
久
島
の
カ
タ
ル
シ
ス

　
こ
こ
ま
で
の
、
こ
の
物
語
は
雨
音
に
包
ま
れ
、
自
然
が
間
接
的
に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
戦
後
日
本
の
社
会
と
、
そ
の
中
で
西
洋
の

幻
燈
装
置
に
照
ら
し
だ
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
熱
帯
の
自
然
の
幻
影
ｌ
と
い
う
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
二
重
構
造
が
最
後
に
収
斂
し
て
い
く
場
と
し
て
、
屋
久
島
が
で
て
く
る
。

　
沖
合
に
初
め
て
屋
久
島
が
姿
を
現
わ
す
く
だ
り
は
印
象
的
で
あ
る
。

　
　
青
い
泌
み
る
や
う
な
海
原
の
上
に
、
ビ
ロ
ー
ド
の
や
う
に
う
つ
そ
う
と
し
た
濃
緑
の
山
々
が
、
晴
れ
た
空
に
屹
立
し
て
ゐ
る
。

　
…
…
（
中
略
）
…
…
久
し
ぶ
り
に
、
島
の
濃
緑
な
色
を
眺
め
て
、
富
岡
は
、
爽
快
な
気
が
し
た
。
少
し
も
、
孤
島
へ
流
れ
て
来
た
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感
じ
は
な
く
、
か
へ
つ
て
、
身
も
心
も
洗
は
れ
た
や
う
な
樹
林
の
招
き
を
感
じ
る
の
だ
。
富
岡
は
、
甲
板
に
出
て
、
寒
い
海
の
風

　
に
吹
か
れ
な
が
ら
、
い
ま
眼
の
前
遙
に
立
つ
て
ゐ
る
島
を
、
飽
き
も
せ
ず
に
眺
め
て
い
た
。
（
三
九
六
）

　
富
岡
は
、
青
い
海
と
晴
れ
た
空
に
映
え
る
緑
の
島
の
存
在
に
眼
を
み
は
り
、
そ
こ
に
思
わ
ず
引
き
こ
ま
れ
る
よ
う
な
〃
樹
林
の
招

き
〃
を
感
じ
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
場
面
が
鮮
や
か
な
の
は
、
こ
れ
が
物
語
の
中
で
は
じ
め
て
描
か
れ
た
日
本
の
山
の
情
景
だ
か

ら
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
。
樹
林
の
招
き
〃
に
暗
示
的
な
勤
き
と
力
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
屋
久
島
は
、
奄
美
大
島
が
昭
和
二
八
年
一
二
月
に
本
土
復
帰
す
る
前
ま
で
、
日
本
の
最
南
端
の
地
で
あ
り
、
『
浮
雲
』
が
執
筆
さ

れ
た
当
時
、
い
わ
ば
一
番
仏
印
に
近
い
所
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
和
歌
山
と
屋
久
島
の
営
林
署
の
勤
め
口
を
紹
介
さ
れ
た
富
岡

が
、
迷
わ
ず
屋
久
島
の
方
を
選
ん
だ
時
、
無
意
識
に
南
方
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
実
際
、
ゆ
き
子
と
富
岡
は
、
屋
久
島

へ
と
向
か
い
な
が
ら
、
九
州
の
汽
車
の
中
で
、
夢
う
つ
つ
に
「
ラ
ン
ビ
ァ
ン
高
原
へ
行
く
ダ
ラ
ッ
ト
ヘ
の
自
動
車
の
動
揺
を
感
じ
」

（
三
八
二
）
た
り
、
屋
久
島
へ
行
く
「
照
国
丸
」
と
い
う
船
を
「
佛
印
通
ひ
の
船
の
や
う
だ
」
（
三
八
七
）
と
思
っ
た
り
、
記
憶
の
中
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

仏
印
の
面
影
を
重
ね
て
い
た
。

　
だ
が
、
屋
久
島
に
つ
い
て
富
岡
が
唯
一
つ
知
っ
て
い
た
の
が
「
原
生
林
の
屋
久
杉
の
産
地
」
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
と
に
か
く

和
歌
山
の
高
野
山
に
行
く
よ
り
も
、
屋
久
島
の
方
が
が
い
い
と
富
岡
が
思
っ
た
（
三
七
二
）
と
い
う
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
つ
ま
り

林
芙
美
子
は
こ
こ
で
高
野
山
と
屋
久
島
を
対
置
す
る
こ
と
で
、
高
野
山
と
い
う
平
安
時
代
に
開
か
れ
た
日
本
の
真
言
仏
教
の
中
心
地

が
表
す
時
代
や
空
間
よ
り
も
、
も
っ
と
遙
か
に
古
い
、
太
古
の
時
代
の
自
然
へ
遡
る
こ
と
を
、
示
し
た
い
の
で
は
な
い
か
。

　
屋
久
島
行
き
は
、
い
わ
ば
仏
印
と
い
う
幻
影
の
さ
ら
な
る
幻
影
を
求
め
て
い
っ
た
者
が
、
逆
に
そ
こ
で
本
源
的
な
自
然
に
出
会
う
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こ
と
で
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
象
徴
的
な
力
と
し
て
急
浮
上
し
て
く
る
の
が
、
そ
れ
ま
で
物
語
の
背
景
に
い
た
雨
な
の
で
あ
る
。

　
雨
は
、
屋
久
島
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
勢
い
を
増
し
て
い
く
。
夜
更
け
に
雨
の
博
多
へ
着
き
、
南
へ
行
く
列
車
に
の
り
か
え
る
と
、

「
夜
の
雨
は
光
っ
て
、
汚
れ
た
硝
子
窓
に
降
り
込
め
」
て
く
る
。
ゆ
き
子
は
眼
覚
め
る
た
び
「
雨
の
中
を
走
る
夜
汽
車
の
現
實
」
に

心
細
く
な
る
（
三
八
ニ
。
鹿
児
島
で
は
、
吹
き
ふ
り
の
激
し
い
土
砂
ぶ
り
の
た
め
に
船
が
出
ず
、
足
止
め
さ
れ
る
。
屋
久
島
に
着
く

と
、
「
耳
の
中
に
ま
で
、
雨
が
降
り
こ
ん
で
来
る
」
（
三
九
九
）
ほ
ど
の
激
し
い
雨
が
体
全
体
を
包
み
込
み
、
「
樋
を
つ
た
ふ
荒
い
水
音

が
、
打
楽
器
の
や
う
に
」
（
四
〇
〇
）
響
き
わ
た
る
。
ま
さ
に
、
雨
の
道
行
の
よ
う
で
あ
り
、
ふ
た
り
を
屋
久
島
へ
と
導
い
て
き
た
本

当
の
力
は
、
小
説
の
冒
頭
か
ら
ず
っ
と
通
奏
低
音
の
よ
う
に
降
り
続
け
て
い
た
、
雨
そ
の
も
の
な
の
だ
と
感
じ
さ
せ
る
。

　
そ
し
て
屋
久
島
で
雨
は
真
の
姿
を
顕
し
、
絶
対
の
意
思
を
も
っ
て
二
人
に
迫
り
つ
つ
、
い
わ
ば
物
語
の
視
点
の
軸
を
変
え
る
。
つ

ま
り
、
そ
れ
ま
で
は
二
枚
の
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
仏
印
と
い
う
幻
影
と
の
乖
離
の
状
況
を
映
し
あ
っ
て
生
き
て
き
た
二
人
は
、
雨
の

方
に
視
線
を
吸
い
寄
せ
ら
れ
、
雨
と
対
峙
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
末
に
、
ゆ
き
子
の
死
へ
と
い
た
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
病
ん
で
い
た
ゆ
き
子
は
、
富
岡
の
留
守
に
血
を
吐
き
、
富
岡
が
関
係
す
る
だ
ろ
う
次
の
女
の
気
配
を
感
じ
な
が
ら
、
誰
に
も

み
と
ら
れ
ず
死
ぬ
。
だ
が
、
そ
の
最
期
の
場
面
に
漂
う
の
は
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
転
落
の
果
て
の
女
の
哀
れ
さ
と
は
別
種

の
迫
力
で
あ
る
。
凝
縮
さ
れ
た
そ
の
死
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
は
、
屋
久
島
と
い
う
場
と
雨
の
意
思
と
い
う
視
点
で
み
た
と
き
明
ら
か

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
死
を
前
に
ゆ
き
子
は
、
二
人
の
こ
れ
ま
で
の
生
を
集
約
す
る
か
の
よ
う
に
、
仏
印
の
太
陽
の
光
が
あ
ふ
れ
る
ゴ
ム
林
の
緑
の
ト
ン

ネ
ル
の
中
を
車
で
走
っ
て
い
る
夢
を
見
て
い
た
。
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ゆ
き
子
は
耳
も
と
に
ざ
わ
つ
く
、
雨
の
音
を
、
樹
海
の
そ
よ
ぎ
の
や
う
に
、
聞
い
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
が
、
窓
硝
子
に
、
霧
を
し

　
ぶ
い
て
ゐ
る
雨
の
音
だ
と
判
る
と
、
ゆ
き
子
は
、
が
っ
か
り
し
て
、
奈
落
へ
落
ち
こ
む
気
が
し
た
。

　
　
ノ
ア
の
洪
水
の
や
う
に
、
家
そ
の
も
の
が
、
ぞ
つ
ぷ
り
と
、
水
浸
し
に
あ
つ
て
ゐ
る
や
う
だ
。
（
四
一
二

　
ノ
ア
の
洪
水
と
い
う
比
喩
に
、
雨
の
怒
り
が
み
て
と
れ
る
。
雨
は
一
種
破
壊
的
な
力
を
顕
し
て
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
。
熱
帯
〃

の
幻
影
も
、
そ
の
幻
影
が
組
み
込
ま
れ
た
乖
離
と
介
在
の
状
況
も
、
す
べ
て
洗
い
流
し
て
、
解
体
し
て
い
く
。
そ
し
て
ゆ
き
子
は
奈

落
へ
、
大
地
の
底
へ
と
一
気
に
沈
み
こ
む
。

　
　
胸
も
と
に
、
激
し
い
勢
で
、
ぬ
る
ぬ
る
し
た
も
の
を
噴
き
あ
げ
て
来
た
。
息
が
出
来
な
い
程
の
胸
苦
し
さ
で
、
ゆ
き
子
は
、
ぐ

　
る
ぐ
る
と
躯
を
動
か
し
て
ゐ
た
。
両
手
を
鼻
や
口
を
持
っ
て
行
つ
た
が
、
噴
き
あ
げ
る
ぬ
る
ぬ
る
は
と
ま
ら
な
い
の
だ
。
息
も
出

　
来
な
い
。
声
も
出
な
い
。
蒲
團
も
毛
布
も
、
枕
も
、
噴
き
あ
げ
る
血
の
り
で
汚
れ
た
。
（
四
一
二
）

　
生
の
終
わ
り
を
描
く
、
こ
の
短
い
一
節
の
中
に
。
噴
き
あ
げ
る
〃
と
い
う
言
葉
が
三
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
は
、
偶
然
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
激
し
い
勢
い
で
噴
き
上
げ
て
く
る
血
は
、
一
度
沈
ん
だ
奈
落
の
底
か
ら
再
び
沸
き
上
が
っ
て
く
る
も
の
を
表
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
込
み
上
げ
て
く
る
血
に
苦
し
み
な
が
ら
、
意
識
は
さ
え
ざ
え
と
し
て
「
ノ
ア
や
、
ロ
ト
の
審
判
が
、
雨
の
音
の

な
か
に
、
轟
々
と
、
押
し
寄
せ
て
来
る
や
う
」
（
四
一
三
）
に
感
じ
る
ゆ
き
子
は
、
い
わ
ば
屋
久
島
の
雨
の
裁
き
を
受
入
れ
た
の
で
あ

り
、
そ
の
上
で
「
雨
の
浸
み
こ
む
土
の
下
に
、
土
葬
」
（
四
二
〇
）
に
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
雨
と
と
も
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に
、
大
地
へ
と
還
る
自
然
の
中
に
吸
収
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
大
地
へ
の
下
降
と
浄
化
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
報
せ
を
受
け
て

山
か
ら
急
ぎ
戻
っ
た
富
岡
が
深
夜
、
荒
々
し
い
雨
の
中
で
猛
烈
な
下
痢
に
襲
わ
れ
て
、
し
ゃ
が
み
、
両
手
に
顔
を
埋
め
て
鳴
咽
す
る

場
面
に
も
濃
厚
に
う
か
が
わ
れ
る
。

　
雨
の
中
で
血
を
噴
き
上
げ
て
絶
命
す
る
ゆ
き
子
の
最
期
に
、
死
と
再
生
に
よ
る
救
い
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
強
く
感

じ
ら
れ
る
の
は
、
ゆ
き
子
が
死
に
場
所
と
な
る
官
舎
へ
担
架
で
運
ば
れ
て
い
く
時
に
一
瞬
、
視
界
に
青
空
と
樹
々
の
緑
が
広
が
り
、

そ
れ
が
天
の
啓
示
の
よ
う
に
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。

　
　
久
し
ぶ
り
に
見
る
、
青
い
空
で
あ
る
、
陽
も
射
し
て
ゐ
る
。
両
側
か
ら
差
し
よ
つ
て
ゐ
る
樹
木
が
、
陽
に
き
ら
き
ら
光
つ
て
ゐ

　
た
。
眼
を
開
け
て
ゐ
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
ま
ぶ
し
い
空
の
色
で
あ
る
。
冬
の
空
と
も
思
へ
な
い
ほ
ど
、
青
々
と
暖
い
色
だ
（
四
〇
五
）

　
陽
光
に
き
ら
め
く
樹
木
が
両
側
か
ら
ゆ
き
子
を
そ
っ
と
抱
え
る
よ
う
に
包
み
込
む
と
い
う
情
景
が
美
し
い
。
「
冬
の
空
と
も
思
へ

な
い
ほ
ど
、
青
々
と
暖
い
色
」
と
い
う
表
現
も
印
象
的
で
あ
る
。
そ
の
色
の
暖
か
さ
は
、
小
さ
な
青
い
実
を
つ
け
た
芭
蕉
の
葉
が
茂

る
、
質
素
な
庭
の
「
冬
の
景
色
と
も
思
へ
な
い
緑
の
美
し
さ
」
（
四
〇
こ
と
と
も
に
、
屋
久
島
の
自
然
が
ゆ
き
子
の
魂
を
最
後
に
は

受
け
止
め
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
よ
う
な
包
容
力
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

　
激
し
い
雨
の
は
ざ
ま
に
、
沸
き
上
が
る
血
潮
に
呼
応
す
る
が
ご
と
く
、
姿
を
現
す
樹
々
の
緑
と
青
い
空
。
自
然
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

の
中
で
下
降
と
解
体
の
動
き
の
渦
中
か
ら
浮
上
す
る
山
々
の
予
感
は
す
で
に
、
沖
合
か
ら
初
め
て
屋
久
島
を
み
た
時
に
示
さ
れ
て
い

た
。
そ
し
て
物
語
の
終
局
で
映
し
だ
さ
れ
る
屋
久
島
の
山
や
樹
々
の
描
写
が
、
ひ
と
き
わ
深
く
心
に
響
く
の
は
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
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の
〃
熱
帯
〃
の
描
写
に
は
決
し
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
樹
林
の
招
き
」
や
「
冬
の
空
ど
も
思
へ
な
い
ほ
ど
青
々
と
暖
い
」
と
い
う
空

の
暖
か
さ
の
形
容
が
印
象
的
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
仏
印
の
自
然
が
、
い
わ
ば
人
間
の
認
識
の
〃
対
象
〃
と
し
て
、
視
覚
的
に
一
枚
の
美

し
い
油
絵
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
と
は
対
照
的
に
、
屋
久
島
の
樹
々
は
、
人
間
を
そ
の
懐
深
く
に
迎
え
入
れ
、
包
み
込
む
。

だ
か
ら
こ
そ
、
死
の
か
な
た
に
救
い
が
ほ
の
み
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
『
浮
雲
』
と
い
う
作
品
に
お
い
て
、
植
民
地
と
し
て
日
本
が
引
き
継
ご
う
と
試
み
た
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
と
い
う
場
所
は
、
日
本
、

西
洋
、
東
南
ア
ジ
ア
の
三
角
関
係
の
中
で
、
近
代
の
日
本
人
が
西
洋
的
な
感
性
や
知
識
を
経
由
し
て
、
自
然
の
生
命
力
に
到
達
し
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
場
所
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
、
自
然
と
の
間
に
西
洋
が
介
在
す
る
こ
と
の
苛
立
ち
や
虚
し
さ
が
あ

ら
わ
れ
る
場
で
も
あ
っ
た
。
他
方
、
豊
か
な
雨
に
応
え
て
、
山
に
縄
文
杉
の
原
始
林
が
繁
る
屋
久
島
は
、
日
本
に
と
っ
て
根
源
的
な

自
然
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
場
所
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
天
と
地
の
間
を
結
び
、
往
還
す
る
も
の
と
し
て
の
自
然
の
循
環
が
凝
縮
さ

れ
た
場
と
し
て
登
場
し
た
。
そ
れ
は
、
近
代
も
近
世
を
も
越
え
て
遙
か
過
去
へ
と
遡
り
、
人
間
と
自
然
を
ひ
と
つ
に
包
み
込
む
空
間

と
し
て
の
太
古
の
日
本
へ
の
回
帰
を
も
象
徴
し
て
い
た
。
そ
し
て
敗
戦
を
契
機
に
、
い
わ
ば
近
代
日
本
に
お
け
る
欧
米
ｌ
日
本
と
い

う
二
極
構
造
の
様
々
な
面
が
破
綻
し
、
矛
盾
が
露
呈
し
て
い
る
中
で
、
『
浮
雲
』
と
は
、
太
古
に
遡
る
そ
の
よ
う
な
自
然
と
の
一
体

感
に
お
い
て
カ
タ
ル
シ
ス
と
救
い
が
み
い
だ
さ
れ
う
る
こ
と
を
描
こ
う
と
し
た
作
品
な
の
だ
と
私
は
思
う
。

　
林
芙
美
子
が
『
浮
雲
』
の
後
書
き
に
、
「
筋
の
な
い
世
界
。
説
明
の
で
き
な
い
、
小
説
の
外
の
小
説
。
」
　
「
神
は
手
近
に
あ
り
な
が

ら
、
そ
の
神
を
手
さ
ぐ
り
で
ゐ
る
、
私
自
身
の
生
き
の
も
ど
か
し
さ
を
を
こ
の
作
品
に
描
き
た
か
つ
た
の
だ
。
」
「
一
切
の
幻
滅
の

底
に
行
き
つ
い
て
し
ま
っ
て
、
そ
こ
か
ら
再
び
萌
え
出
る
も
の
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
の
題
目
で
あ
り
、
『
浮
雲
』
と
い
ふ
題
が
生
ま
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れ
た
」
と
記
し
た
時
、
林
芙
美
子
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
小
説
の
中
の
人
間
た
ち
の
ド
ラ
マ
を
外
側
か
ら
包
む
、
こ
の
よ
う
な
日

本
の
近
代
に
お
け
る
自
然
と
人
間
の
乖
離
の
問
題
と
、
そ
の
か
な
た
の
自
然
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
西
洋
と
日

本
と
仏
印
を
舞
台
に
、
日
本
の
行
く
末
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
林
芙
美
子
の
認
識
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
東
南
ア
ジ
ア
を
一
つ
の
視
野

に
入
れ
た
か
ら
こ
そ
得
ら
れ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
の
意
味
で
、
『
浮
雲
』
の
最
後
は
、
興
味
深
い
余
韻
を
残
す
。

　
富
岡
は
ゆ
き
子
の
死
後
、
鹿
児
島
の
繁
華
街
の
狭
い
往
来
を
「
混
血
児
的
人
種
が
河
水
の
や
う
に
犇
め
き
流
れ
て
ゐ
る
」
（
四
一

九
）
の
中
を
彷
徨
い
歩
く
。
「
混
血
児
的
人
種
」
と
い
う
言
葉
も
、
戦
後
日
本
文
化
の
行
き
着
く
先
を
林
芙
美
子
が
示
唆
し
て
い
る

よ
う
で
、
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
る
が
、
印
象
的
な
の
は
、
富
岡
が
最
後
に
、
己
の
姿
を
浮
き
雲
に
た
と
え
る
こ
と
で
あ
る
。
「
雨
の
し

み
こ
む
土
の
下
に
、
土
葬
を
し
た
ゆ
き
子
」
に
対
し
て
、
「
富
岡
は
、
ま
る
で
浮
雲
の
や
う
な
己
れ
の
姿
を
考
え
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
、

何
時
、
何
処
か
で
消
え
る
と
も
な
く
消
え
て
ゆ
く
、
浮
雲
で
あ
る
。
」
（
四
二
〇
）
と
い
う
文
章
で
、
物
語
は
終
わ
る
。
そ
こ
か
ら
タ

イ
ト
ル
の
〃
浮
雲
〃
が
く
る
の
だ
が
、
屋
久
島
と
い
う
場
を
考
え
れ
ば
、
〃
浮
雲
〃
は
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
人
間
の
は

か
な
さ
、
あ
て
ど
な
さ
と
は
異
な
っ
た
意
味
を
帯
び
て
く
る
。
浮
雲
は
た
し
か
に
、
空
に
漂
い
、
形
も
な
く
消
え
去
る
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
、
山
に
ぶ
つ
か
れ
ば
、
雨
粒
と
化
し
、
大
地
に
溶
け
込
み
、
川
と
な
っ
て
流
れ
下
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ゆ

き
子
の
死
が
大
地
へ
の
帰
還
を
象
徴
す
る
一
方
で
、
富
岡
は
そ
の
死
を
受
け
止
め
つ
つ
も
、
帰
還
の
可
能
性
を
孕
ん
だ
ま
ま
、
果
た

せ
ず
に
い
る
状
態
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
結
末
の
こ
の
二
義
性
が
、
『
浮
雲
』
と
い
う
戦
後
の
み
な
ら
ず
日
本
近
代
に

関
わ
る
物
語
に
さ
ら
に
深
み
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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〔
本
論
は
、
平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
年
）
四
月
二
日
、
台
北
市
の
国
立
台
灣
大
学
に
て
行
わ
れ
た
同
大
学
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
後
殖
民
主

義
ｌ
台
灣
與
日
本
」
で
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
〕



　
　
。
熱
帯
〃
の
幻
影
ｌ
林
芙
美
子
「
浮
雲
」
に
つ
い
て

　
　
（
「
近
代
作
家
研
究
叢
書
　
五
六
」
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
七
年
、
二
〇
一
頁
）
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）
　
林
芙
美
子
は
、
「
屋
久
島
紀
行
」
の
中
で
、
タ
ヒ
チ
に
向
か
う
ゴ
ー
ガ
ン
の
よ
う
に
、
屋
久
島
に
ひ
き
よ
せ
ら
れ
る
郷
愁
を
感
じ
た
こ

　
　
と
、
そ
し
て
屋
久
島
の
村
の
様
子
に
ジ
ャ
ワ
の
山
の
中
の
部
落
を
通
る
よ
う
な
気
が
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
（
「
屋
久
島
紀
行
」
「
林

　
　
芙
美
子
全
集
　
第
十
六
巻
」
所
収
、
文
泉
堂
出
版
、
昭
和
五
十
二
年
）

（
８
）
　
同
前

　
そ
の
他
参
考
文
献

　
　
『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
ｌ
特
集
　
林
芙
美
子
の
世
界
』
平
成
十
年
二
月
号
、
至
文
堂

　
　
羽
矢
み
ず
き
「
二
つ
の
「
仏
印
」
／
二
つ
の
「
屋
久
島
」
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
八
一
号
、
一
九
九
八
年
十
二
月
号

　
な
お
林
芙
美
子
以
前
に
、
屋
久
島
を
愛
し
、
文
章
に
描
い
た
人
と
し
て
は
、
児
童
文
学
作
家
の
椋
鳩
十
（
一
九
〇
五
ー
一
九
八
七
）
が
あ
げ

ら
れ
る
。
鹿
児
島
で
教
師
を
し
な
が
ら
動
物
の
物
語
を
数
多
く
書
い
た
椋
は
、
島
に
生
息
す
る
ヤ
ク
シ
カ
や
ヤ
ク
ザ
ル
の
生
態
、
猟
師
や
樵
の

姿
を
好
ん
で
と
り
あ
げ
た
。
「
ヤ
ク
ザ
ル
大
王
」
「
片
耳
の
大
シ
カ
」
「
野
性
の
叫
び
」
「
海
上
ア
ル
プ
ス
」
な
ど
の
作
品
に
は
、
変
わ
り
ゆ
く
島

の
自
然
と
暮
ら
し
に
対
す
る
愛
着
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
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